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「
中
国
の
な
か
の
日
本
像
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
お
話
を
す
る
の
で
す
が
、
こ

れ
ま
で
の
日
文
研
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
あ
る
い
は
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
、
ご
く
境
界
の

近
い
テ
ー

マ
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
な
る
べ
く
そ
れ
と
の
重
複
を
避

け
て
、
話
を
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
私
は
系
統
的
な
研
究
者
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
の
た
め
羅
列
的
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
御
諒
承

お
願
い
致
し
ま
す
。
中
国
の
な
か
の
日
本
像
の
基
本
に
、
私
は

「東
方
」
と
い
う

観
念
が
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
ま
ず
そ
れ
か
ら
入

っ
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

東
は

「
日
の
出
」
、
西
は

「
日
没
」
で
す
か
ら
、
中
国
に
限
ら
ず
ど
ん
な
民
族

も
、
こ
の
方
角
に
た
い
し
て
は
ア
コ
ガ

レ
と
畏
敬
の
念
を
も

っ
て
い
る
と
思

い
ま

す
。
中
国
の
地
勢
を
み
る
と

一
目
瞭
然
で
す
が
、
西
は
山
で
東
は
海
で
す
。
中
国

の
大
河
は
、
黄
河
で
あ
れ
揚
子
江
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
淮
河
で
あ
れ
、
す
べ
て
西

か
ら
東
に
流
れ
ま
す
。
蘇
東
坡
の

「
赤
壁
詞
」
は

「大
江
東
に
去
り
」
と
は
じ
ま

り
ま
す
。
そ
の
河
の
源
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
の
が
、
中
国
人
に
と

っ
て
は

一

つ
の
ロ
マ
ン
で
あ
り
ま
し
た
。
西

へ
西

へ
と
さ
か
の
ぼ
り
、
そ
の
源
は
崑
崙
山

に

あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
し

て
、
そ
の
河
が
海
に
そ
そ
ぎ
、
さ
ら
に
東

へ

東

へ
行

っ
た
と
こ
ろ
に
、
蓬
莱

、
方
丈

、
瀛
州
の
三
神
山
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
ま

し
た
。
山
と
い
う
の
は
島
の
こ
と
で
す
。
西
の
神
聖
な
る
山
に
は
西
王
母
が
い
て
、

不
死
の
薬
を
持

っ
て
い
る
と
い
う
説
話
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
薬
を
盗
ん
だ
嫦
娥
が

ヒ
キ
ガ

エ
ル
に
な

っ
て
、
月
の
な
か
に
と
じ
こ
め
ら
れ
た
の
で
す
。
東
の
三
神
山

に
も
仙
人
が

い
て
、
不
老
不
死
の
薬
を
も

っ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の

点
、
東
と
西
は
左
右
相
称
、
シ
ン
メ
ト
リ
ー
に
な

っ
て
い
ま
す
。

け
れ
ど
も
序
列
か
ら

い
え
ば
、
日
の
出
の
東
の
方
が
先
で
あ
り
ま
す
。
東
西
南

北
と
申
し
ま
す
。
麻
雀
で
は
東
南
西
北
で
す
が
、
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
東
が

先
頭
で
す
。
日
の
出
る
方
角
で
す
か
ら
と
う
ぜ
ん
で
し
ょ
う
。
中
国
で
は
五
行
説

と
申
し
ま
し
て
、
な
ん
で
も
木

、
火

、
土

、
金
、
水
に
配
分
し
ま
す
。
方
位
の
ト
ッ

プ
の
東
は
、
と
う
ぜ
ん
木
で
す
。
四
方
で
す
か
ら

、
五
行
は

一
つ
あ
ま
り
ま
す
が
、

そ
れ
は
真
ん
中
で
す
。
色
も
、
東
は
青
、
南
は
赤
、
西
は
白
、
北
は
黒
、
そ
し
て

真
ん
中
は
黄
色
と
な
り
ま
す
。
日
本
の
相
撲
は
、
土
俵
が
円

い
の
で
方
角
が
わ
か

ら
な
く
な
る
の
で
、
四
方
に
房
を
垂
ら
し
て
、
わ
か
り
や
す

い
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。
青
房
と
い
う
と
東
で
、
赤
房
は
南
で
す
。
四
季
も
、
最
初
の
春
は
東
、
夏
は

南
、
秋
は
西
、
冬
は
北
に
ふ
り
わ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
四
神
獣
も
、
東
は
い
ち
ば

ド
ラ
ゴ
ン

ん
り

っ
ぱ
な
竜
で
、
色
と
組
み
あ
わ
せ
て

「青
竜
」
で
す
。
色
と
季
節
を
組
み
あ

わ
せ
る
と
、
胸
と
き
め
く

「青
春
」
と
な
り
ま
す
。

中
国
の
韻
を
ふ
み
ま
す
の
で
、
響
き
を
同
じ
く
す
る
字
を
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
集

め
た
韻
書
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
詩
を
作
る
人
の
虎
の
巻
で
す
が
、
韻
の
数
は
ほ

ぼ
百
六
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
代
表
的
な
文
字

で
呼
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
ト

ッ
プ
は

「東
」
で
す
。
ヒ
ガ
シ
の
ほ
か
ワ
ラ
ベ
の

「童
」
と
か
、
同
じ
の

「
同
」
と
か
交

通
の

「
通
」
と
か
、
同
じ
響
き
の
字
は
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
代
表
を

「東
」
と
し
て
、
し
か
も
百
六
の
グ
ル
ー
プ
を
な
ら
べ
る
と
き

、
序
列
第

一
に
し

て
い
ま
す
。

「東
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
第

一
番
、
ナ
ン
バ
ー
1
で
す
。

『論
語
』
は
中
国
人
が
二
千
数
百
年
来
、
バ
イ
ブ
ル
の
よ
う
に
読
ん
で
き
た
古

典
で
す
が
、
そ
の
な
か
に
、

「
子
曰
く
、
道
行
わ
れ
ず
、
桴
に
乗
り
て
海
に
浮
か

ば
ん
」
と
い
う
句
が
あ
り
ま
す
。
孔
子
が
あ
る
日
、
中
国
で
は
自
分
の
理
想
と
す

る
道
徳
が
行
わ
れ
そ
う
も
な
い
か
ら
、
い

っ
そ
の
こ
と
、
桴
に
乗

っ
て
海
に
出
よ

う
、
と
言

っ
た
の
で
す
。
海
に
浮
か
ぶ
と
い
う
の
は
、
外
国
に
行
く
こ
と
に
ほ
か

な
り
ま
せ
ん
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
中
国
人
に
と

っ
て
海
と
は
東
の
方
角
で
あ
り
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ま
す
。
春
秋
時
代
の
乱
世
の
中
国
よ
り
も
、
す
こ
し
は
マ
シ
な
土
地
が
東
海

の
彼

方
に
あ
る
と
、
ぼ
ん
や
り
考
え
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
対
応
す
る

こ
と
ば
が
、

『
論
語
』
の
別
の
箇
所
に
あ
り
ま
す
。

い
や

「
子
、
九
夷
に
居
ら
ん
と
欲
す
。
或
る
ひ
と
曰
く
、
陋
し
き
こ
と
之
を
如
何

。

お

子
曰
く
、
君
子
之
に
居
ら
ば
、
何
の
陋
し
き
こ
と
か
之
有
ら
ん
」

こ
れ
ま
た
孔
子
が
道
が
行
わ
れ
な

い
の
を
歎
き
、
九
夷
に
で
も
移
住
し
よ
う
と

言

っ
た
の
で
す
。
九
夷
と
は
九

つ
の
夷

、
夷
は
エ
ビ
ス
で
す
。
征
夷
大
将
軍
と
か
、

尊
皇
攘
夷
の

「夷
」
で
す
。
孔
子
の
時
代
は
、
お
な
じ
外
国
人
で
も
、
お
も
に
東

に
住
ん
で
い
る
の
を

「夷
」
と
称
し

て
い
た
の
で
す
。
九
夷
と
は
九

つ
の
東
の
民

族
と
い
う
意
味
ら
し
い
の
で
す
が
、
皇
侃

(
四
八
八
-
五
四
五
)
の

『論
語
義
疏
』

に
、
そ
の
九
つ
の
民
族
を
列
挙
し
て

い
ま
す
。
倭
人
す
な
わ
ち
日
本
が
そ
の
八
番

目
に
は
い
っ
て
い
ま
す
。

孔
子
の
こ
と
ば
を
き
い
た
或
る
人
が
、

「
九
夷
の
土
地
は
む
さ
苦
し
い
と
こ
ろ

で
す
が
、
ど
う
し
ま
す
か
P
」
と
言

っ
た
と
こ
ろ
、
孔
子
は
、

「
君
子
が
そ
こ
に

住
め
ば
、
む
さ
苦
し
さ
は
消
え
て
な
く
な
る
も
の
だ
よ
」
と
答
え
た
と
い
う
の
で

す
。
江
戸
時
代
の
儒
者
、
た
と
え
ば
伊
藤
仁
斎
な
ど
は
、
孔
子
が
来
た
が

っ
た
の

は
日
本
で
あ
る
と
解
し
て
、
日
本
は
す
ぐ
れ
た
国
な
の
で
、
孔
子
が
中
国
を
去

っ

て
夷
に
居
ら
ん
と
願

っ
た
の
は
無
理
も
な
い
と
書
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
た
い
し

て
荻
生
徂
徠
は
、
わ
が
日
本
の
す
ぐ
れ
た
こ
と
を
、
な
に
も
わ
ざ
わ
ざ
論
語
を
も

ち
出
し
て
説
く
こ
と
は
な
い
と
反
論

し
た
の
は
有
名
な
話
で
す
。

「
夷
」
が
持
つ
ダ
ブ
ル
イ
メ
ー
ジ

「
夷
」
と
い
う
字
を
よ
く
見
る
と
、
大
と
い
う
字
と
弓
と
い
う
字
が
組
み
合
さ
れ

て
い
ま
す
。

一
世
紀
の
末
に
書
か
れ
た

『説
文
解
字
』
に
よ
り
ま
す
と
、
大
き
な

弓
を
持

つ
人
と
な

っ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
殷
の
甲
骨
文
字
や
青
銅
器
に
鋳
造

さ
れ
た
古

い
形
は
、
人
間
を
側
面
か
ら
見
て
、
膝
を
か
が
め
、
腰
を
す
こ
し
落
と

し
た
形
、
あ
る
い
は
タ
テ
ヒ
ザ
の
形
に
な

っ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
ふ
だ
ん
そ
ん

な
恰
好
を
し
て
い
た
民
族
な
の
で
、
そ
ん
な
字
を
あ
て
た
の
で
し
ょ
う
。

現
在
の
私
た
ち
の
感
覚
で
は
、
膝
を
か
が
め
て
揉
み
手
な
ぞ
す
る
姿
勢
は
、
た

い
そ
う

へ
り
下

っ
た
、
お
と
な
し
い
感
じ
が
し
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
孔
子
の
時
代
、

現
在
の
日
本
の
正
坐
に
あ
た
る
の
が
正
し
い
姿
勢
で
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
膝
を
ま

げ
た
り
、
う
ず
く
ま

っ
た
姿
勢
は
無
作
法
と
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

『論
語
』

の

な
か
に
も
、
孔
子
が
幼
友
達
の
原
壊
と
い
う
男
が
立
て
膝
を
し
て
待

っ
て
い
た
の

で
、

「
お
ま
え
は
年
を
と

っ
て
も
無
作
法
が
な
お
ら
な
い
な
あ
」
と
、
持

っ
て
い

た
杖
で
そ
の
脛
を
叩
い
た
話
が
出
て
い
ま
す
。

礼
儀
知
ら
ず
の
野
蛮
人
と
い
う
の
で
、
東
方
の
異
民
族
に
そ
の
恰
好
を
あ
ら
わ

す
字
を
あ
て
た
の
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
字
形
が
変
化
す
る
と
、
大
き
な

弓
を
持

つ
勇
ま
し
い
民
族
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
さ
れ
ま
し
た
。
文
字
に
は
イ

メ
ー

ジ
が
あ
り
ま
す
。
つ
く
ら
れ
た
と
き
と
は
異
な
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
与
え
ら
れ
て
も
、

イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

『説
解
言
字
』
は
千
九
百
年

前
に
書
か
れ
、
歴
代
の
学
者
が
そ
の
記
述
を
う
け
い
れ
た
の
で
す
。
さ
て
、
こ
じ

つ
け
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
中
国
人
の
な
か
の
日
本
像
に
、

「夷
」
と

い

う
字
の
も
と
の
形
と
、
あ
と
で
つ
け
加
え
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
の
両
方
が
ダ
ブ

っ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

大
弓
を
持

つ
、
つ
ま
り
強
力
な
武
器
を
た
ず
さ
え
て
、
攻
め
こ
ん
で
く
る
勇
猛

な
民
族
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
反
面
、
腰
を
か
が
め
て
、
お
だ
や
か
に
対
応
す
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る
平
和
な
民
族
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。

と
も
あ
れ
、
古
代
中
国
で
異
民
族
を
あ
ら
わ
す
文
字
が
、

「蛮
」
の
よ
う
に
ム

シ
が

つ
い
て
い
た
り
、

「
狄
」
の
よ
う
に
ケ
ダ
モ
ノ
ヘ
ン
で
あ

っ
た
り
す
る
の
に

く
ら
べ
て
、

「夷
」
の
字
は
と
に
も
か
く
に
も
ケ
ダ
モ
ノ
で
も
ム
シ
で
も
な

い
の

は
あ
り
が
た
い
こ
と
で
、
蛮
や
狄
ほ
ど

マ
ガ

マ
ガ
し
い
イ
メ
ー
ジ
は
な
い
わ
け
で

す
。
日
本
の
シ
ノ
ロ
ジ
ス
ト
が
か
な
ら
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
お
世
話
に
な

っ
て

い
る
段
玉
裁

(
一
七
三
五

ー
一
八

一
五
)
と
い
う
学
者
が
い
ま
す
。
十
八
世
紀
か

ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
の
清
の
言
語
学
者
で
す
が
、
こ
の
人
は

『説
文
』
に
く
わ

し
い
註
を

つ
け
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
な
か
の

「
夷
」
の
く
だ
り

に
は
こ
ん
な
ふ
う
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
1

夷
と
い
う
字
が

ム
シ
や
ケ
モ
ノ
ヘ

ン
で
な
い
の
は
、
す
こ
ぶ
る
順
理
の
性

-

理
に
し
た
が
う
性
質
が
あ
り
、
風
俗

は
仁
で
寿
つ
ま
り
長
生
き
す
る
め
で
た
い
民
族
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の

一
節
を
引
用
し
ま
す
と
、

「
君
子
不
死
の
国
有
り
、
按
ず
る
に
、
天
大
に
し
て
地

も
大
、
人
も
亦
た
大
な
り
。
大
を
も

つ
て
人
に
象
る
」
と
、
こ
れ
は
も
う
絶
賛

で

あ
り
ま
す
。
で
は
な
ぜ
弓
が
は
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
東
方
の
民
は
弓
矢
の
材
料

を
貢
物
と
し
て
持

っ
て
く
る
か
ら
だ

と
し
て
い
ま
す
。
い
さ
さ
か
苦
し
い
解
釈
の

よ
う
で
す
が
、
こ
れ
な
ら
勇
猛
と
か
兇
暴
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
は
消
え
る
わ
け
で

す
。異

民
族
に
つ
い
て
の
伝
説
が
ご
ざ

い
ま
す
。
こ
れ
は

『史
記
』
に
も
載

っ
て
お

り
ま
し
て
、
歴
史
的
事
実
の
反
映
が
あ

る
よ
う
に
思
う
の
で
す
が
、
時
代
は
聖
天

子
堯
の
こ
ろ
で
す
。
そ
の
つ
ぎ
の
天

子
で
あ
る
舜
が
ま
だ
堯
を
補
佐
し
て
い
た
時

期
で
、
す
べ
て
舜
の
業
績
と
な

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
が
去
年
か
ら
使

っ
て

お
り
ま
す

「平
成
」
と
い
う
元
号
と
も
関
連
が
あ
る
こ
と
で
す
。
舜
は
各
部
族
の

秀
才
を
起
用
し
て
、
業
績
を
あ
げ
ま
し
た
。
う
ま
く
政
治
が
お
こ
な
わ
れ
、
地
平

ら
か
に
し
て
天
成
る
。
内
平
ら
か
に
し
て
外
成
る
、
と
理
想
の
状
態
に
な
っ
た
の

で
す
。
そ
こ
か
ら

「平
成
」
と
い
う
元
号
が
由
来
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
い
く

ら
堯

・
舜
で
も
人
物
登
用
が
成
功
す
る
と
ば
か
り
は
限
り
ま
せ
ん
。
失
敗
例
も
あ

か
ん
と
う

り
ま
し
た
。
讙
兜
と
い
う
人
物
、
私
は
彼
を
代
表
と
す
る
部
族
名
と
解
し
て
い
ま

す
が
、
彼
が
共
工
と
い
う
人
物
を
推
薦
し
ま
し
た
。
で
、
使

っ
て
み
ま
す
と
、
こ

れ
が
デ
タ
ラ
メ
だ

っ
た
の
で
、
北
の
幽
陵
に
流
し
て
北
狄
に
し
た
と
い
う
の
で
す
。

そ
し
て
推
薦
者
の
讙
兜
も
罪
に
問
わ
れ
、
南
の
祟
山
に
追
放
さ
れ
て
南
蛮
と
な

っ

た
。
つ
ま
り
信
賞
必
罰
で
す
。
ま
た
江
淮
地
方
で
治
安
を
み
だ
し
た
三
苗
と
い
う

部
族
を
西
の
三
危
山
に
移
し
て
西
戎
と
し
ま
し
た
。
そ
し
て
黄
河
の
治
水
に
失
敗

こ
ん

し
た
鯀
を
羽
山
に
お
し
こ
め
て
東
夷
と
し
た
の
で
す
。
こ
れ
は

『
史
記
』
五
帝
本

紀
に
あ
る
記
述

で
す
。
東
夷

、
南
蛮

、
北
狄

、
西
戎
の
由
来
が

こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

周
辺
諸
民
族
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
も
と
中
原
に
い
た
が

、
悪
い
こ
と
を
し
た

の
で
追
放
さ
れ
た
者
た
ち
の
子
孫
だ
と
い
う
の
が
基
本

で
す
。

カ
ー
メ
ン

・
ブ
ラ
ッ
カ
ー
さ
ん
の
講
演
は
、

「救

い
主
と
し
て
の
来
訪
者
」
と

い
う
タ
イ
ト
ル
が

つ
い
て
い
ま
す
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
私
は
と
う
ぜ
ん
な

に
も
知
り
ま
せ
ん
が
、
か
ね
が
ね
私
は
天
孫
降
臨

、
神
武
東
征
な
ど
、
日
本

の
伝

説

、
神
話
は
外
か
ら
来
る
の
が
ベ
ー
ス
で
、
中
国
は
反
対
に
中
央
か
ら
外

へ
追
放

さ
れ
る
の
が
ベ
ー
ス
で
あ
る
と
思

っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
鯀
は
東
の
羽
山
に
幽
閉
さ
れ
て
東
夷
に
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、

つ

い
で
舜
の
時
代
に
黄
河
の
治
水
に
成
功
し
た
の
が
、
鯀
の
息
子
の
禹
で
あ
り
ま
し

た
。
鯀
が
東
夷
に
な
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
子
の
禹
も
夷
、
つ
ま
り

エ
ビ
ス

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
し
か
も
こ
の
禹
は
夏
王
朝
と
い
う
中
国
最
初
の
世
襲
王
朝
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の
初
代
の
天
子
で
あ
る
の
で
す
。
ど
う

や
ら
夷
と
い
う
の
は
、
蛮
や
狄
に
く
ら
べ

て
、
レ
ベ
ル
が
高
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
鯀
は
治
水
に
失
敗
し
て
東
夷
に
さ
れ

ま
す
が
、
な
ん
と
な
く
緊
急
避
難
の
形

で
、
す
ぐ
に
中
原
の
民
に
戻
る
た
め
待
…機

し
て
い
る
感
じ
で
す
。
そ
の
子
の
時
代

に
中
原
復
帰
を
は
た
し
、
し
か
も
天
子
に

な

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
す
。

徐
福
と
日
本
の
関
係

も
う
す
こ
し

「夷
」
と
い
う
字
に
こ
だ
わ

っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

一
八
三
二
年
の
こ
と
で
す
。
東
イ

ン
ド
会
社
の
ア
マ
ー
ス
ト
号
と
い
う
船
が
中

国
の
沿
岸
を
北
上
し
ま
し
た
。

一
種

の
偵
察
で
す
。
ア
ヘ
ン
戦
争
の
八
年
前

の
こ

と
で
、
中
国
、
当
時
の
清
朝
は
日
本

と
同
じ
よ
う
に
鎖
国
を
し
て
い
ま
す
。
で
す

か
ら
、
接
岸
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
土
地
の
役
人
に
追

い
払
わ
れ
る
の
で
す
。

こ
の
ア
マ
ー
ス
ト
号
が
上
海
に
は
い

っ
た
時
、
呉
其
泰
と
い
う
そ
の
地
の
長
官
が
、

「
対
外
貿
易
は
広
州
で
し
か
許
さ
れ
な
い
。
当
地
で
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
す

み
や
か
に
立
ち
去
れ
」
と
い
う
書
面
を
渡
し
て
厄
介
払
い
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

そ
し
て
そ
の
文
中
に
、
こ
の

「
夷
」
と
い
う
文
字
が
あ

っ
た
の
で
す
。

「
お
前
た

ち
夷
商
は
…
…
」
と
い
う
言
い
方
で
し
た
。

ア
マ
ー
ス
ト
号
の
船
長
は
リ
ン
ゼ
イ
と
い
う
人
で
、
船
内
に
は
ギ

ュ
ッ
ラ

フ
と

い
う
。プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宣
教
師
が

い
ま
し
た
。
た
い
へ
ん
な
学
者
で
、
中
国
語

の
読
み
書
き
が
自
由
に
で
き
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
ギ

ュ
ッ
ラ
フ
の
ア
ド
バ

イ
ス
で
し

ょ
う
が
、
リ
ン
ゼ
イ
船
長
は
、
夷
と
い
う
こ
と
ば
は
侮
辱
で
あ
る
、
と

抗
議
を
申
し
入
れ
た
の
で
す
。
本
国

の
体
面
に
も
か
か
わ
る
大
問
題
だ
、
わ
れ
わ

れ
は
た
だ
の
外
国
で
あ

っ
て
夷
国
な
ど
で
は
な
い
、
と
い
う
抗
議
で
し
た
。
上
海

の
長
官
呉
其
泰
は
、
こ
の
と
き
、
夷
と
い
う
の
は
な
に
も
侮
蔑
の
意
味
を
含
ま

な

い
と
返
事
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
例
と
し
て
、

『孟
子
』
の
な
か
に
、

「
舜

は
東
夷
の
人
な
り
」
と
あ
る
の
を
引
用
し
ま
し
た
。

た
し
か
に

『孟
子
』
に
そ
の
く
だ
り
が
あ
り
ま
す
。
舜
は
中
国
の
聖
天
子

で
あ

り
、
そ
の
人
が
東
夷
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
夷
に
は
侮
蔑
の
ニ
ュ
ア
ン
ス

が
な
い
例
証
に
な
る
で
し

ょ
う
。
と
こ
ろ
が
敵
も
さ
る
者
で
、
ギ

ュ
ッ
ラ
フ
は
中

国
の
古
典
に
通
暁
し
て
い
ま
す
。
蘇
東
坡
の
文
章
に
、

「夷
狄
は
中
国
の
治
を
以

て
治
む
べ
か
ら
ず
」
と
あ
る
の
を
引
用
し
て
、
や
は
り
侮
蔑
の
意
味
が
あ
る
と
反

論
し
た
の
で
す
。
呉
其
泰
は
や
む
を
え
ず
、
夷
商
を
該
商
と
書
き
直
し
て
ケ
リ
が

つ
き
ま
し
た
。

夷
と
い
う
こ
と
ば
は
、
と
き
に
は
あ
ま
り
侮
蔑
の
意
味
を
含
ま
ず

、
舜
は
東
夷

の
人
と
い
っ
て
も

、
東
方
の
辺
鄙
な
土
地
の
出
身
と
い
う
ほ
ど
の
気
持
で
使
う
こ

と
も
あ

っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
後
代
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
侮
蔑
の
意
味
が
重

く

こ
め
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
こ
れ
が
端
な
く
も
十
九
世
紀
前
半
の
ア
マ
ー
ス
ト
号

論
争
に
あ
ら
わ
れ
た
の
で
す
。

く
り
返
し
ま
す
が
、
夷
は
蛮
や
狄

に
く
ら
べ
て
、
開
化
の
度
合
が
高
く
、
と
き

に
は
夷
か
ら
聖
人
や
天
子
が
出
る
の
で
す
。
従

っ
て
、
東
夷

に
属
す
る
日
本
も
、

ム
シ
や
ケ
ダ
モ
ノ
ヘ
ン
の
つ
く
南
や
北
の
人
た
ち
に
く
ら
べ
る
と
、
中
原
に
よ
り

近
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
れ
て
い
た
の
で
す
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
さ
き
に
ふ
れ
ま
し
た
段
玉
裁
の

『説
文
解
字
』
註
の
よ
う
に
、

東
夷
は
長
生
き
で
、
不
死
の
君
子
国
で
あ
る
と
い
う
、
む
し
ろ
中
原
よ
り
ラ
ン
ク

が
上
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
記
述
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
西
の
は
て
の
箆
崙
山
に
住
む
西
王
母
が
不
死
の
薬
を
持

っ
て
い
る
の
と
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ペ
ア
に
な

っ
て
、
東
の
は
て
の
三
神
山

に
は
不
老
不
死
の
薬
を
知
る
仙
人
が

い
る

と
い
う
伝
説
と
関
係
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

『史
記
』
に
は
三
神
山
と
あ
り
ま
す
が
、

『列
子
』
に
は
渤
海
の
東
に
五
山
あ

り
と
な

っ
て
い
ま
す
。
蓬
莱
山
が
そ
の
代
表
で
す
が
、

『山
海
経
』
註
に
よ
れ
ば
、

そ
こ
の
宮
殿
は
み
な
金
や
玉
で
つ
く
ら
れ
、
鳥
獣
は
み
な
白
く
、
こ
れ
を
望
め
ば

雲
が
渤
海
の
中
に
あ
る
よ
う
だ
と
、
夢

の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。
秦
の

始
皇
帝
が
不
老
不
死
の
薬
が
欲
し
く
て
、
徐
福
と
い
う
者
に
命
じ
て
そ
れ
を
取
り

に
行
か
せ
た
話
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
す
。

日
文
研
第
十
六
回
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
、
汪
向
栄
さ
ん
が

「
弥
生
時
期
日
本
に
来
た

中
国
人
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
ス
ピ
ー
チ
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
徐
福
に
は
す
こ
し
だ

け
し
か
ふ
れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
じ

つ
は
そ
の
半
年
ほ
ど
前
、
佐
賀
で
徐
福
に

つ

い
て
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
あ
り
、
汪
向
栄
さ
ん
と
ご

一
緒
し
て
、
そ
こ
で
お
う
か

が
い
し
た
こ
と
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
重
複
を
避
け
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
徐
福
に
つ
い
て
私
が
述
べ
た
概
略
を
こ
こ
で
申
し
上
げ
ま

す
。
と
い
う
の
は
、
中
国
人
に
と

っ
て
日
本
と
は
、
連
想
ゲ
ー

ム
的
に
い
え
ば
、

か
な
ら
ず
反
射
的
に
徐
福
と
い
う
固
有
名
詞
が
出

て
く
る
か
ら
で
す
。

日
本
で
は
徐
福
は
伝
説
扱

い
に
さ
れ
て
い
ま
す
が

、
徐
福
が
東
海
に
船
出
し
た

の
は

『史
記
』
の
記
述
者
で
あ
る
司
馬
遷
誕
生
の
七
十
年

ほ
ど
前
の
こ
と
で
す
。

ほ
ぼ
同
時
代
の
記
録
と

い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
現
在
の
三
十
代
の
歴
史
家
が
、

日
清
、
日
露
の
こ
ろ
の
こ
と
を
記
述
す

る
の
に
ひ
と
し
い
の
で
す
。
日
清
、
日
露

の
目
撃
者
は
い
な
い
で
し
ょ
う
が
、
目
撃
者
か
ら
じ
か
に
話
を
き

い
た
人
は
日
本

に
は
い
ま
お
お
ぜ

い
い
ま
す
。
そ
ん
な
人
か
ら
そ
の
時
代
の
取
材
は
で
き
る
わ
け

で
す
。

燕
の
刺
客
荊
軻
が
始
皇
帝
暗
殺
に
失
敗
し
た
事
件
に
つ
い
て
、
そ
の
場
に
い
た

か

む

し
ょ

始
皇
帝
の
侍
医
の
夏
無
且
か
ら
、
公
孫
季
功
と
董
生
の
二
人
が

一
部
始
終
を
聞
き
、

司
馬
遷
は
そ
の
二
人
か
ら
取
材
し
た
と
述
べ
て
い
ま
す
。
司
馬
遷
は
丹
念
な
取
材

調
査
を
す
る
歴
史
家
で
す
。

徐
福
の
船
出
は
こ
の
荊
軻
事
件
よ
り
も
十
年
ほ
ど
あ
と
の
こ
と
で
す
。
し
か
も

司
馬
遷
は

『史
記
』
始
皇
帝
本
紀
だ
け
で
は
な
く
、
淮
南
衡
山
列
伝
に
も
、
そ
し

て
封
禅
書
に
も
こ
の
件
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
ま
す
。
ま
ぎ
れ
も
な
く
実
在
の
人
物

で
あ

っ
た
の
で
す
。

お
な
じ
み

『三
国
志
』
呉
書
黄
竜
二
年

(
二
三
〇
)
に
つ
ぎ
の
記
述
が
あ
り
ま

す
。

ひ
き

ー

将
軍
衛
温
、
諸
葛
直
を
遣
わ
し
、
甲
士
万
人
を
将
い
て
海
に
浮
か
び

、
夷

た
ん

洲
及
び
亶
洲
を
求
め
し
む
。
亶
洲
は
海
中
に
在
り
、
長
老
伝
え
言
う
、
秦
の
始
皇

ひ
き

帝
方
士
徐
福
を
遣
わ
し
童
男
童
女
数
千
人
を
将
い
て
海
に
入
り
、
蓬
莱
神
山
及
び

仙
薬
を
求
め
し
む
る
に
、
此
の
洲
に
止
ま
り
て
還
ら
ず
、
世
に
相
承
け
数
万
家
有

り
o
…
…

三
国
時
代
の
呉
は
人
口
の
過
疎
に
悩
み
ま
し
た
。
人
口
が
す
く
な
い
の
は
、
兵

力
も
す
く
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
こ
の
乱
世
で
は
生
き
の
び
る
た
め
に
、
人
を
増

や
す
の
が
大
問
題
で
し
た
。
戦
乱
と
疫
病
、
そ
れ
に
逃
亡
で
、
人
口
は
減
る

一
方

な
の
で
、
呉
の
孫
権
は
頭
を
悩
ま
せ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
と
き
に
、
徐
福

の
こ

と
を
思
い
出
し
た
人
が
い
た
の
で
す
。
徐
福
は
日
本
に
と
ど
ま

っ
て
、
そ
の
子
孫

は
数
万
の
戸
数
を
も

つ
に
至

っ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
人
間
を
狩
り
集
め

よ
う
と
い
う
名
案
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
亶
洲
に
至
り

つ
け
ず
、
夷
洲
で
数
千
人

か
き
集
め
た
だ
け
で
す
。
そ
れ
だ
け
な
ら
い
い
の
で
す
が
、

一
万
人
で
出
発
し
た
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の
に
八
割
以
上
が
疫
病
で
死
ん
だ
と
い
う
の
で
す
。

一
万
人
が

二
千
人
に
減

っ
て
、

数
千
人
の
人
狩
り
を
し
て
も

、
こ
れ
で
は
か
え

っ
て
マ
イ
ナ
ス
で
、
衛
温
と
諸
葛

直
は
処
刑
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
私
の
推
測
で
す
が

、
八
割
は
疫
病
で

死
ん
だ
の
で
は
な
く

、
逃
亡
し
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。
徐
福
も
始
皇
帝
に
金
を
出

さ
せ
て
、
集
団
亡
命
を
企
て
た
の
が
真
相

で
し
ょ
う
。
全
体
主
義
体
制
の
厳
罰
主

義
の
社
会

で
は
、
人
は
住
み
に
く

い
も

の
で
、
亡
命
を
考
え
る
の
は
と
う
ぜ
ん
で

し
ょ
う
。
三
国
時
代
の
呉
も

、
か
な
り
き
び
し
い
体
制
だ

っ
た
の
で
す
。
そ
ん
な

と
き
に
、
人
び
と
は
四
百
年
前
に
う
ま
く
亡
命
し
た
徐
福
の
こ
と
に
、
思
い
を

い

た
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

日
本
人
像
の
原
形

こ
の
人
狩
事
件

の
九
年
後
、
す
な
わ
ち
景
初
三
年

(
二
一二
九
)
、
邪
馬
台
国
女

王
ヒ
ミ
コ
の
使
者
難
升
米
ら
が
魏
に
到
着
し
、
金
印
や
銅
鏡
を
も
ら

っ
て
い
ま
す
。

朝
鮮
半
島
が
魏
の
勢
力
圏
に
は
い
っ
た

の
で
、
邪
馬
台
国
と
魏
と
の
交
通
が
可
能

に
な

っ
た
の
で
す
が
、
朝
鮮
半
島
沿
い
の
交
流
の
ほ
か
に
、
東
シ
ナ
海
を
渡

っ
て
、

呉
と
日
本
と
の
交
通
も
あ

っ
た
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
け
れ
ど

も
、
い
く
ら
交
通
が
ひ
ら
け
た
と
い
っ
て
も
、
ご
く

一
部
の
人
が
使
節
と
し
て
渡

航
す
る
だ
け
で
し
た
。
中
国
側
か
ら
み
れ
ば
、
少
数
の
使
節
を
通
し
て
し
か
日
本

像
は

つ
く
ら
れ
ま
せ
ん
。

一
般
は
依
然
と
し
て
、
海
中
三
神
山
と
い
う
夢
ま
ぼ
ろ

し
の
伝
説
が
濃
厚
に
支
配
し
て
い
た
の
で
す
。
隋
か
ら
唐
に
か
け
て
、
日
本
の
使

節
が
か
な
り
頻
繁
に
行
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
、
中
国
の
な
か
の
日
本
像
に
そ

れ
ほ
ど
変
化
が
あ

っ
た
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

遣
唐
使
は
、
日
本
側
が
ベ
ス
ト
メ
ン
バ
ー
を
選
ん
だ
よ
う
で
、
中
国
の
日
本
像

に
は
良

い
影
響
を
与
え
た
と
お
も
わ
れ
ま
す
。
朝
衡
、
す
な
わ
ち
阿
部
仲
麻
呂
な

ど
は
、
唐
の
朝
廷
に
仕
え
秘
書
監
と
し
て
閣
僚
ク
ラ
ス
ま
で
昇
進
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
王
維
や
李
白
と
い
っ
た
当
時
の
大
詩
人
と

つ
き
合

っ
て
い
る
の
で
す
。

仲
麻
呂
は
日
本
に
帰
ろ
う
と
し
て
、
暴
風
で
ベ
ト
ナ
ム
に
漂
着
し
、
つ
い
に
帰
国

で
き
ず
に
唐
に
戻
り
ま
し
た
。

一
時
、
仲
麻
呂
は
船
が
沈
没
し
て
死
ん
だ
と
い
う

ち

ょ
う
げ
い
こ
う

誤
報
が
伝
え
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
李
白
は

「朝
卿
衡
を
哭
す
」
と
い
う
追
悼

の
詩

を
作

っ
て
い
ま
す
。

日
本
の
晁
郷

帝
都
を
辞
し

せ
い
は
ん

め
ぐ

征
帆

一
片

蓬
壺
を
遶
る

明
月
帰
ら
ず
碧
海
に
沈
み

白
雲
愁
色

蒼
梧
に
満
つ

こ
こ
に
い
う
蓬
壺
、
よ
も
ぎ
の
壺
と
い
う
の
は
、
海
中
三
神
山
の
蓬
莱
の
こ
と

で
す
。
形
が
壺
型
に
な

っ
て
い
る
の
で
そ
う
呼
ぶ
の
で
す
が
、
八
世
紀
の
唐
の
大

詩
人
の
日
本
像
は
、
依
然
と
し
て
海
中
三
神
山
伝
説
か
ら
そ
れ
ほ
ど
出
て
い
な
い

よ
う
で
す
。

そ
が
く

蘇
顎
と
い
う
人
の
あ
ら
わ
し
た

『
杜
陽
雑
編
』
と
い
う
本
は
、
お
も
に
中
唐

の

逸
話
を
集
め
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
な
か
に
日
本
人
が
登
場
す
る
の
が
あ
り
ま
す
。

そ
の

一
つ
は
大
中
年
間
に
唐
に
渡

っ
た
日
本
の
王
子
の
話
で
す
。
大
中
と
い
え
ば

八
四
七
ー
八
五
九
で
、
こ
の
あ
い
だ
日
本
か
ら
は
正
式
の
遣
唐
使
の
派
遣
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

『杜
陽
雑
編
』
は
エ
ピ
ソ
ー
ド
集
と
い
い
ま
す
が
、
小
説
的
な

要
素
の
ほ
う
が
強
い
よ
う
に
お
も
い
ま
す
。
日
本
の
王
子
と
い
う
だ
け
で
、
名
前

こ

し

ご
ん

は
書
い
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
王
子
は
た
い
そ
う
碁
が
強
く
、
顧
師
言
と
い
う
唐
随

一
の
碁
の
名
人
と
対
局
し
た
の
で
す
。
結
果
は
顧
師
言
の
辛
勝
で
し
た
。
負
け
た
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あ
と
日
本
の
王
子
は

「顧
先
生
は
唐
で
何
番
目
に
強
い
の
で
す
か
p
」
と
き

い
た

の
で
、
外
務
大
臣
に
相
当
す
る
鴻
臚
卿
が
、
と

っ
さ
に

「
三
番
目
で
す
」
と
答
え

た
と
い
う
の
で
す
。
じ
つ
は
唐
の
最
高

の
名
手
で
す
が
、
見
栄
を
張

っ
て
そ
う
言

っ

た
の
で
し
ょ
う
。
日
本
の
王
子
は
、

「小
国
最
高
の
棋
士
も
大
国
第
三
位
の
者
に

及
ば
な
い
の
か
」
と
、
た
め
息
を

つ
い
た
と
い
う
話
で
す
。

も
う

一
つ
日
本
人
が
登
場
す
る
話
は
、
細
工
の
天
才
で
あ
り
ま
す
。
韓
志
和
と
、

こ
の
物
語
に
は
主
人
公
の
名
前
は
出
て

い
ま
す
が
、
ど
う
も
日
本
人
ら
し
く

な
い

姓
名
で
す
。
こ
の
人
は
飛
竜
衛
の
衛
士

、
す
な
わ
ち
近
衛
士
官
だ

っ
た
の
で
す
。

唐
は
世
界
帝
国
で
し
た
か
ら
、
外
国
人
が
近
衛
士
官
に
な

っ
て
も
お
か
し
く
あ
り

ま
せ
ん
。
安
禄
山
だ

っ
て
雑
胡
、
イ
ラ

ン
人
と
ト
ル
コ
人
の
混
血
だ

っ
た
の
で
す
。

さ
き
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
阿
部

仲
麻
呂
も
唐
の
閣
僚
に
昇
進
し
て
い
る
の

で
す
。

ち
ょ
う
ぼ
く

日
本
人
韓
志
和
に
は

「
雕
木
」
と

い
う
特
技
が
あ
り
ま
し
た
。
木
を
彫

っ
て
鶴

や
鳥
、
鵲
な
ど
を
つ
く
り
ま
す
が
、
そ

の
作
品
は
ま
る
で
生
き
て
い
る
よ
う

に
、

も
の
を
つ
つ
い
た
り
鳴
い
た
り
し
た

の
で
す
。
腹
の
中
に
ゼ
ン
マ
イ
仕
樹
を
仕
込

む
の
で
、
鳥
た
ち
は
三
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
高
さ
三
百
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
飛
ん
だ

そ
う
で
す
。
こ
の
こ
と
を
と
き
の
皇
帝
穆
宗
に
言
上
し
た
者
が
い
て
、
彼
の
作
品

が
天
覧
に
供
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

彼
が
心
魂
こ
め
て
制
作
し
た
の
は

「見
竜
床
」
で
す
。
高
さ
数
尺
の
踏
み
台

で

す
が
、
そ
の
上
に
金
銀
や
綾
絹
の
飾
り
が
施
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
見
る
だ
け

で
は
竜
は
あ
ら
わ
れ
な
い
の
で
す
。
踏

み
台
に
の
ぼ
る
と
、
竜
の
ウ
ロ
コ
や
タ
テ

ガ
ミ
、
爪
や
キ
バ
ま
で
あ
り
あ
り
と
見
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
皇
帝
が
足
を

の
せ
る
と
、
竜
は
の

っ
そ
り
と
動
き
出

し
、
臆
病
な
穆
宗
は
、

「
お
そ
ろ
し
や
、

お
そ
ろ
し
や
。
こ
ん
な
も
の
は
あ

っ
ち

へ
持

っ
て
行
け
」
と
、
ご
機
嫌
斜
め
で
あ

り
ま
す
。
な
ん
と
も
だ
ら
し
な
い
皇
帝
で
す
。
皇
帝
の
ご
機
嫌
を
損
ね
る
と
、
た

い
へ
ん
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
韓
志
和
は
こ
ん
な
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と

予
想
し
た
の
か
、
あ
ら
か
じ
め
別
の
物
を
用
意
し
て
き
た
の
で
す
。

そ
れ
は

じ

ょ
う

ご
し

「
蠅
虎
子
」
と
い
っ
て
、
跳
び
あ
が

っ
て
蠅
を
取
る
ク

モ
の

一
種
で
し
た
。
彼
が

懐
か
ら
取
り
出
し
た
桐
箱
の
な
か
に
何
百
と
い
う
蠅
取
り
グ

モ
が
は
い
っ
て
い
た

の
で
す
。
韓
志
和
の
命
令

一
下
蠅
取
り
グ

モ
は
五
列
に
な
ら
び
、
当
時
流
行
し
て

い
た

「涼
州
の
舞
」
を
舞

っ
た
の
で
す
。
穆
宗
が
王
室
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
演
奏
さ

せ
る
と
、
ち
ゃ
ん
と
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
踊
り
、
曲
が
終
わ
る
と
、
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
箱

の
な
か
に
戻
る
。
韓
志
和
が
自
分
の
手
に
そ
れ
を
の
せ
た
と
こ
ろ
、
だ

い
ぶ
遠
く

に
い
る
蠅
に
お
ど
り
か
か

っ
て
、

一
度
も
仕
損
じ
る
こ
と
が
な
か

っ
た
。

穆
宗
も
機
嫌
を
直
し
て
、

「
い
さ
さ
か
み
る
べ
き
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
」
と
、
銀

椀
を
褒
美
に
授
け
た
。
韓
志
和
は
宮
殿
か
ら
出
る
と
、
も
ら

っ
た
褒
美
の
品
を
、

惜
し
げ
も
な
く
他
人
に
く
れ
て
や

っ
た
。
そ
の
後
、

一
年
も
た
た
ぬ
う
ち
に
、
彼

は
ど
こ
へ
行

っ
た
か
わ
か
ら
な
く
な

っ
た
。

『
杜
陽
雑
編
」
の
こ
の
二
つ
の
話
が
小
説
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
主
人
公
は
日
本

人
で
な
く
て
も
よ
か

っ
た
で
し
ょ
う
。
新
羅
の
王
子
で
も
よ
く
、
ア
ラ
ビ
ア
出
身

の
近
衛
士
官
で
も
よ
い
は
ず
で
す
。
と
く
に
日
本
人
と
し
た
の
は
、
や
は
り
唐
代

の
中
国
の
日
本
像
の
な
か
に
、
碁
の
よ
う
な
知
的
ゲ
ー
ム
に
す
ぐ
れ
て
い
る
と
か
、

小
さ
な
精
巧
な
も
の
を

つ
く
る
の
が
上
手
で
あ
る
と
い
う
の
が
あ

っ
た
か
ら
に
ち

が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

宋

・
元

・
明
に
か
け
て
、
日
本
か
ら
中
国

へ
の
輸
出
品
は
、
日
本
刀
が
量
的
に

第

一
で
し
た
。
数
打
ち
と
い
わ
れ
る
安
物
が
お
も
で
し
た
が
、
中
国
側
で
は
刃
が
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鋭
利
な
こ
と
の
ほ
か
に
、
装
飾

の
美
し

い
こ
と
を
よ
ろ
こ
ん
だ
よ
う
で
す
。
欧
陽

修

(
一
〇
〇
七
-

一
〇
七
二
)
に

「
日
本
刀
歌
」
と
い
う
長
詩
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
に
は
む
ろ
ん
刀
が
鋭
利
な
こ
と
も
う
た

っ
て
い
ま
す
が

、

魚
皮
も
て
装
貼
す
香
木
の
鞘

か
ん
ざ

つ

ち
ゅ
う

黄
と
白
の
閑
雑
す
鍮
と
銅

と
、
そ
の
美
し
さ
を
た
た
え
、

「器

玩
皆
精
巧
」
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
日
本

刀
の
ほ
か
に
多
く
の
扇
子
も
輸
出
さ
れ
ま
し
た
。
大
き
な
ウ
チ
ワ
を
小
さ
く
す
る

技
術
、
こ
れ
が
日
本
独
特
の
も
の
と
中
国
人
の
目
に
映

っ
た
よ
う
で
す
。
ま
さ
に

そ
の
通
り
で
、
二
十
世
紀
に
な

っ
て
も

、
日
本
は
事
物
の
小
型
化
、
ト
ラ
ン
ジ
ス

タ
化
で
世
界
を
席
巻
し
た
も
の
で
す
。
な
お
欧
陽
修
の

「
日
本
刀
歌
」
の
な
か
に
、

や

徐
福
行
き
し
時

書
未
だ
焚
か
れ
ず

逸
書
百
篇

今
尚
お
存
す

と

い
う
句
が
あ
り
ま
す
。

始
皇
帝
の
焚
書
は
、
中
国
人
に
と

っ
て
は
、
じ
つ
に
痛
恨
の
き
わ
み
で
し
た
。

秦
以
前
の
名
著
-

諸
子
百
家
の
書
が
ほ
と
ん
ど
ほ
ろ
び
た
の
で
す
。
木
簡
に
書

き
写
し
た
古
典
は
、
と
う
ぜ
ん
部
数
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
い
く
ら
か
く
し
て
も
、

そ
れ
が
伝
わ
る
の
は
困
難
で
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
徐
福
の
出
国
は
、
焚
書
の
六
年

前
で
す
。
も
し
徐
福
が
書
籍
も
持
ち
出

し
た
と
す
れ
ば
、
焚
書
に
遭

っ
て
中
国
で

亡
び
た
古
典
が
、
日
本
に
残

っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
欧
陽
修
の
い
う

「
逸

書
百
篇
」
と
は
、
始
皇
帝
に
焚
か
れ
た

『書
経
』
の
こ
と
で
す
。
古
代
の
聖
賢
言

行
集
で
あ
る

「書
経
」
は
も
と
も
と
百
篇
あ

っ
た
の
で
す
が

、
焚
書
の
あ
と
、
秦

の
博
士
が
漢
に
伝
え
た
の
が
三
十
三
篇

に
す
ぎ
な
い
。
あ
と
で
孔
子
の
子
孫

の
家

の
壁
か
ら
出
た
と
い
っ
て
二
十
五
篇
が

つ
け
加
え
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
偽
作

の
疑

い
が
濃
厚
で
す
。
と
も
か
く

『書
経
』
の
大
半
は
失
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
日

本
に
あ
る
と
な
る
と
、
た
い
へ
ん
な
こ
と
で
す
。
欧
陽
修
の
詩
は
つ
ぎ
の
よ
う
に

つ
づ
い
て
い
ま
す
。

れ
い
き
び

令
厳
し
く
中
国
に
伝
う
る
を
許
さ
ず

し

世
を
挙
げ
て
人
の
古
文
を
識
る
無
し

日
本
は
法
律
が
き
び
し
く
、
書
経
を
輸
出
す
る
の
を
禁
じ
て
い
る
の
で
、
中
国

で
は
古
文
を
知
る
物
が

い
な
い
こ
と
に
な

っ
た
と

い
う
の
で
す
。

書
経
百
篇
が
日
本
に
伝
わ

っ
た
と

い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
事
実
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
お
そ
ら
く
渡
宋
し
た
日
本
僧
や
商
人
が
、
愛
国
的
法
螺
を
吹
い
た
の
で
し

ょ

ち
ょ
う
ね
ん

う
。
東
大
寺
の
裔
然

(九
三
八
-

一
〇

一
六
)
が
渡
宋
し
た
の
は
、
欧
陽
修
よ
り

一
世
代
前
の
こ
と
で
し
た
。

け
れ
ど
も
、
日
本
は
戦
乱
が
あ

っ
て
も
、
源
平
合
戦
み
た
い
に
内
輪
揉
め
て
い

ど
で
、
相
手
を
完
全
否
定
す
る
破
壊
は
な
か

っ
た
た
め
に
、
文
化
財
が
よ
く
残
り

ま
す
。
こ
れ
に
は
家
元
制
度
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
も
大
い
に
貢
献
し
た
で
し
ょ
う
。

最
も
好

い
例
が
正
倉
院
で
す
。

本
格
的
な
日
本
研
究
へ
の
期
待

先
ほ
ど
私
が
引
用
し
た
皇
侃
の

『論
語
義
疏
』
も
六
世
紀
、
梁
の
武
帝
の
こ
ろ

の
著
述
で
、
方
々
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
に
、
か
ん
じ
ん
の
本
は
中
国
で
は
な
く

な

っ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
、
足
利
学
校
に
あ

っ
た
の
を
、
根
本
遜
志
と
い
う
人

が
校
刻
し
て
中
国
に
伝
わ
り
、
あ
ち
ら
の
人
を
驚
か
せ
ま
し
た
。
明
治
の
は
じ
め
、

日
清
両
国
の
ど
ち
ら
も
鎖
国
を
解
き
、
国
交
を
回
復
し
ま
し
た
が
、
清
国
初
代
公

使
何
如
璋
に
つ
い
て
き
た
楊
守
敬
な
る
人
物
は
、
本

の
目
き
き

で
あ
り
ま
し
て
、
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中
国
で
亡
佚
し
た
本
を
日
本
で
さ
が

す
の
が
仕
事
で
、

『
日
本
訪
書
志
』
と
い
う

著
述
が
あ
り
ま
す
。

日
本
に
古
書
が
あ
る
こ
と
は
、
明
治

に
な

っ
て
わ
か

っ
た
の
で
は
な
く
、
北
宋

の
欧
陽
修
も
伝
聞
で
知

っ
て
い
ま
し
た
。
清
代
の
大
詩
人
の
聾
自
珍
と
い
う
人
は
、

中
国
で
亡
佚
し
た
本
の
リ
ス
ト
を
作

っ
て
、
長
崎
通
い
の
船
に
託
し
て
、
調

べ
て

も
ら

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
依
頼
状
が
聾
自
珍
の
文
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

た
だ
、
中
華
思
想
と
申
し
ま
す
が

、
日
本
に
限
ら
ず
外
国
に
た
い
す
る
関
心
は
、

中
国
で
は

一
般
に
薄
い
の
で
す
。
関
心
を
も

つ
必
要
も
な
か

っ
た
の
で
す
が
、
明

代
に
な

っ
て
倭
寇
が
あ
ば
れ
は
じ
め
る
と
、
や

っ
と
日
本
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
気
運
が
う
ま
れ
ま
し
た
。
敵
を
知
ろ
う
と

い
う
こ
と

で
し
ょ
う

。

そ
れ
で
も
対
日
認
識
は
き
わ
め
て
粗
雑

で
し
た
。
権
威
あ
る
べ
き
歴
史
の

『明
史
』

日
本
伝
で
も
、
豊
臣
秀
吉
は
薩
摩
の
人

な
り
な
ど
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
の
経
緯
も
含
ま
れ

て
い
る

『両
朝
平
攘
録
』
は
、
明
の
諸
葛

元
声
の
あ
ら
わ
し
た
本
で
す
が
、
台
湾

で
出
た
景
印
本

(写
真
復
刻
版
)
を
み
る

と
、
返
り
点
な
ど
を
振

っ
て
い
ま
す
か
ら
、
日
本
で
収
蔵
さ
れ
て
い
た
の
を
リ
プ

リ
ン
ト
し
た
の
で
し
ょ
う
。
お
そ
ら
く
中
国
で
は
亡
佚
し
た
か
、
稀
覯
本
に
な

っ

て
し
ま

っ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
本

に
は
豊
臣
秀
吉
は
魚
を
売

っ
て
い
て
、
木
の

下
で
眠

っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
関
白
平
信
長
と
出
会
い
、
舌
弁
の
才
で
そ
の
養
子
と

な

っ
た
。
特
技
は
高
樹
に
の
ぼ
る
こ
と
だ
、
と
書
い
て
い
ま
す
。
信
長
に
そ
む

い

あ

き

し

た
阿
奇
支

(
ア
ケ
チ
?
)
を
討
ち
に
出

た
が
、
信
長
が
明
智
に
殺
さ
れ
た
の
で
、

と

っ
て
返
し
た
、
と
い

っ
た
記
述
も

み
ら
れ
ま
す
。
高
樹
に
の
ぼ
る
の
が
特
技
と

い
う
の
は
、
秀
吉
が

「猿
」
と
呼
ば

れ
た
と
こ
ろ
か
ら
出
た
の
で
し
ょ
う
か
。

い

ず
れ
に
し
て
も
、
明
代
の
日
本
情
報
は
こ
の
程
度
で
す
。

実
際
に
日
本
研
究
が
ど
う
や
ら
始
ま

っ
た
の
は
、
明
治
に
な

っ
て
、
日
清
、
日

露
の
役
の
あ
と
、
中
国
か
ら
留
学
生
が
何
万
も
や

っ
て
来
て
か
ら
で
す
。
そ
れ
も
、

彼
ら
は
日
本
に

「西
洋
の
学
問
」
を
学
ぶ
た
め
に
留
学
に
き
た
の
で
、
じ
つ
は
日

本
研
究
が
本
来
の
テ
ー
マ
で
は
な
か

っ
た
の
で
す
。
た
だ
日
本
に
住
ん
で
い
る
の

で
、
日
本
の
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
す
く
な
く
と
も
、

『明
史
』
や

『両
朝
平
攘
録
』

の
よ
う
な
、
噴
飯
も
の
で
は
な
い
知
識
を
、
し
ぜ
ん
に
得
た
と
い
う
に
す
ぎ
ま
せ

ん
。
こ
の
時
期
の
日
本
研
究
は
戴
天
仇
の

『
日
本
論
』
あ
た
り
が
最
も
す
ぐ
れ
た

も
の
で
、
あ
と
は
黄
遵
憲
の
浩
瀚
な

『
日
本
国
志
』
以
外
、
見
る
べ
き
も
の
が
な

い
よ
う
で
す
。

日
本
像
と
い
う
と
き
、
本
格
的
な
日
本
研
究
に
よ

っ
て
正
確
な
知
識
な
り
情
報

に
も
と
つ
か
な
い
も
の
は
、
霞
ん
だ
も
の
、
歪
ん
だ
も
の
と

い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ

ん
。
じ
つ
は
本
格
的
な
日
本
研
究
は
、
中
国
で
は
た

っ
た
い
ま
始
ま

っ
た
ば
か
り

と

い
う
気
が
し
ま
す
。
日
文
研
な
ど
は
、
そ
れ
に
大

い
に
貢
献
す
る
だ
ろ
う
と
、

私
は
祈
る
よ
う
に
期
待
し
て
い
ま
す
。

「近
代
中
国
人
の
日
本
像
」
は
す
で
に
日
文
研
の
重
要
テ
ー
マ
で
、
そ
の
成
果

に
刮
目
し
た
い
と
お
も

い
ま
す
。
本
日
、
私
は
中
国
の
霞
み
が
ち
で
あ

っ
た
日
本

像
を
、
ふ
り
か
え

っ
て
み
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
ま
と
め
ま
す
と
、
東
と
い
う
観
念
、

夷
と

い
う
こ
と
ば
の
イ
メ
ー
ジ
、
唐
代
、
遣
唐
使
な
ど

エ
リ
ー
ト
の
日
本
人

に
接

し
た
中
国
人
が
抱
い
た
漠
然
と
し
た
印
象

ー

頭
が
い
い
、
碁
の
よ
う
な
知
的
ゲ
ー

ム
に
す
ぐ
れ
て
い
る
、
細
工
が
う
ま
い
、
細
工
が
う
ま
い
と
い
う
印
象
は
、
輸
入

さ
れ
た
日
本
刀
、
扇
子
、
蒔
絵
な
ど
に
よ

っ
て
コ
ン
フ
ァ
ー
ム
さ
れ
て
い
る
の
で

す
が
、
こ
う
し
た
こ
と
を
最
初
予
告
し
た
と
お
り
、
羅
列
的
に
述
べ
た
に
す
ぎ
ま
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せ
ん
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な

「
日
本
像
」
は
お
そ
ら
く
こ
れ
か
ら
の
研
究
に
よ

っ

て
、
あ
ざ
や
か
に
な
る
は
ず
の

「
日
本
像
」
と

つ
な
が
る
と
お
も
い
ま
す
。

時
間
が
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
私

の
ス
ピ
ー
チ
を
終
わ
り
ま
す
。
ど
う
も
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

一20一


